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「
文
化
人
類
学
に
お
け
る
構
造
と

　
　
　
　
　
　
　
　
プ
β
セ
ス
の
諸
概
念
に
つ
い
て
」

　
臼
　
雑
誌
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ア
ソ
ソ
ロ
ポ
ロ
ジ
ス
ト
」
は
、
ア
メ
リ
カ
人
類

学
会
な
ら
び
に
地
区
関
連
諸
学
会
の
機
関
誌
と
し
て
一
八
八
八
年
に
創
刊
さ

れ
、
現
在
、
発
行
回
数
は
年
間
六
回
に
わ
た
る
。
人
類
学
の
全
て
の
領
域
に
わ

た
る
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
人
類
学
関
係
の
専
門
誌

と
し
て
は
、
も
つ
と
も
権
威
あ
る
も
の
の
日
つ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
．
一
九
六

一
年
十
月
現
在
、
第
六
十
三
巻
第
五
号
が
発
行
さ
れ
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
人
類

学
界
な
ら
び
に
世
界
人
類
学
界
に
偉
大
な
貢
献
を
果
し
て
き
た
輝
し
い
系
譜
を

　
　
　
紹
介
と
批
評

誇
つ
て
い
る
。

■
二
　
本
稿
に
紹
介
す
る
論
文
「
文
化
人
類
学
に
お
け
る
構
造
と
プ
ロ
セ
ス
の

諸
概
念
に
つ
い
て
」
の
筆
者
ボ
グ
ト
教
授
は
、
ハ
ー
バ
ー
ト
大
学
人
類
学
部
に

所
属
し
、
長
期
に
わ
た
り
ナ
バ
ホ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ソ
そ
の
他
の
現
地
調
査
に
従

事
し
て
き
た
生
粋
の
文
化
人
類
学
者
で
あ
る
。
と
く
に
、
文
化
人
類
学
に
お
け

る
「
価
値
」
の
研
究
者
と
し
て
著
名
で
あ
り
、
価
値
研
究
に
際
し
同
教
授
は
、

つ
ね
に
、
現
地
に
お
け
る
精
密
な
集
約
的
調
査
を
長
期
に
わ
た
つ
て
反
復
し
、

調
査
研
究
と
理
論
構
成
と
の
対
応
関
係
に
鋭
い
洞
察
力
を
そ
そ
い
で
い
る
。

　
ハ
ー
バ
ー
ト
大
学
の
故
ク
ラ
イ
ド
・
ク
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ン
教
授
を
中
心
と
す
る

「
五
つ
の
文
化
に
お
け
る
価
値
の
比
較
研
究
ー
リ
ム
ロ
ッ
ク
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
に
、
も
つ
と
も
有
力
な
メ
ン
バ
ー
の
一
員
と
し
て
参
加
し
て
い
る
。
す
で

に
価
値
研
究
に
関
し
多
く
の
論
文
を
発
表
し
て
い
る
が
、
代
表
的
な
著
作
と
し

て
次
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。
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三
　
本
論
文
の
中
心
課
題
は
、
文
化
人
類
学
あ
る
い
は
社
会
人
類
学
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
　
　
（
三
三
七
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

る
「
構
造
的
分
析
」
と
「
過
程
的
分
析
」
と
の
両
者
を
、
如
何
に
体
系
的
に
関

連
づ
け
る
か
に
つ
い
て
の
方
法
論
的
考
察
を
加
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
課
題

が
人
類
学
界
で
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
の
は
、
け
つ
し
て
最
近
の
で
き
ご

と
で
は
な
い
。
文
化
人
類
学
に
お
け
る
「
歴
史
主
義
」
と
社
会
人
類
学
に
お
け

る
「
構
造
開
機
能
主
義
」
と
の
対
立
は
、
典
型
的
に
は
、
人
類
学
に
お
け
る
ア

メ
リ
カ
的
傾
向
と
イ
ギ
リ
ス
的
傾
向
の
対
立
抗
争
と
し
て
、
早
く
か
ら
注
目
を

ひ
い
て
い
た
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
九
五
四
年
の
ア
メ
リ
カ
人
類
学
会
の

席
上
、
フ
レ
ッ
ド
・
エ
ガ
ン
会
長
は
、
文
化
人
類
学
の
将
来
の
発
展
は
、
両
老

の
統
合
方
向
に
求
め
う
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
唆
す
る
趣
旨
の
挨
拶
を
お
こ
な

つ
て
い
る
。

　
イ
ギ
リ
ス
社
会
人
類
学
の
構
造
”
機
能
主
義
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ミ
ア
ン
に
属
す

る
ラ
ド
ク
リ
フ
・
ブ
ラ
ウ
ソ
の
社
会
人
類
学
、
ま
た
は
、
比
較
社
会
学
、
さ
ら

に
、
心
理
主
義
に
立
脚
す
る
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
機
能
主
義
、
に
よ
つ
て
代
表

さ
れ
る
と
す
る
の
が
一
般
の
通
説
で
あ
る
。
そ
し
て
、
多
く
の
未
開
社
会
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
風
俗
・
習
慣
・
制
度
が
社
会
秩
序
を
維
持
存
続
さ
せ
る
上

で
、
如
何
に
相
互
に
関
連
し
あ
つ
て
機
能
し
て
い
る
か
を
、
克
明
に
分
析
し
比

較
検
討
す
る
研
究
を
積
み
重
ね
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
の
分
析
の
た
め
の

理
論
・
概
念
の
発
展
に
は
、
注
目
す
べ
き
も
の
が
多
い
。

　
一
方
、
ア
メ
リ
カ
文
化
人
類
学
の
歴
史
主
義
は
、
フ
ラ
ン
ツ
・
ボ
ア
ス
以

来
、
諸
文
化
の
各
プ
ロ
セ
ス
お
よ
び
そ
の
歴
史
的
過
程
に
伝
統
的
な
関
心
を
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二
　
　
　
（
三
三
八
）

め
し
、
厳
密
な
記
述
主
義
を
堅
持
し
て
ぎ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ

ン
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
諸
族
に
関
す
る
文
化
領
域
の
研
究
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

諸
族
の
歴
史
的
記
述
的
研
究
が
ア
メ
リ
カ
文
化
人
類
学
の
主
流
を
占
め
て
い
た

の
で
あ
る
．
そ
し
て
記
述
主
義
が
強
調
さ
れ
た
結
果
、
文
化
の
プ
・
セ
ス
に
関

す
る
人
類
学
上
の
理
論
・
概
念
の
発
展
は
、
か
な
り
の
期
間
に
わ
た
つ
て
不
毛

の
領
域
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
き
た
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
人
類
学
と
ア
メ
リ
カ
文
化
人
類
学
の
二
つ
の
異

つ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
如
何
に
統
合
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
は
、
早
く
か
ら
人
類

学
者
に
よ
つ
て
注
目
さ
れ
て
き
た
し
、
エ
ガ
ン
会
長
に
よ
つ
て
も
こ
の
問
題
の

解
決
が
要
請
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
の
人
類
学
者
は
、
こ

の
問
題
を
正
面
か
ら
と
り
あ
げ
よ
う
と
は
し
な
か
つ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ

の
主
要
な
原
因
の
一
つ
と
し
て
．
と
く
に
、
文
化
の
「
プ
ロ
セ
ス
」
に
関
す
る

理
論
・
概
念
の
貧
困
さ
を
こ
の
論
文
の
執
筆
者
は
指
摘
し
て
い
る
（
一
八
頁
）
。

　
文
化
の
プ
・
セ
ス
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
経
済
的
要
因
あ
る
い
は
生
態

学
的
要
因
に
よ
る
決
定
論
的
解
釈
に
も
と
づ
く
理
論
体
系
、
あ
る
い
は
、
技
術

革
新
に
基
礎
を
お
く
社
会
変
動
の
際
の
個
人
の
適
応
過
程
の
記
述
解
明
、
さ
ら

に
は
起
伏
の
少
な
い
時
間
的
ス
ケ
ー
ル
の
も
と
に
お
け
る
文
化
類
型
の
記
述
分

析
等
の
種
々
の
理
論
・
概
念
が
展
開
さ
れ
て
き
た
が
、
執
筆
者
に
よ
る
と
、
そ

れ
ら
の
諸
理
論
、
諸
概
念
は
、
変
動
し
つ
つ
あ
る
社
会
U
文
化
体
系
を
記
述
・

分
析
す
る
用
具
と
し
て
は
極
め
て
不
充
分
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
一



八
ー
九
頁
）
。

　
四
　
そ
こ
で
、
是
非
と
も
「
プ
・
セ
ス
」
を
記
述
・
分
析
す
る
た
め
の
概
念

化
が
必
要
と
さ
れ
る
わ
け
で
、
そ
の
た
め
に
、
人
間
の
社
会
と
文
化
の
本
質
に

関
す
る
プ
レ
ミ
ス
の
検
討
に
ま
で
遡
ろ
う
と
す
る
。

　
人
間
の
社
会
と
文
化
の
本
質
に
関
す
る
前
提
は
、
　
一
方
で
は
そ
れ
を
「
均

衡
」
を
保
ち
つ
つ
あ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
に
．
そ

れ
を
「
変
動
」
し
つ
つ
あ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
か
の
、
二
つ
の
タ
イ
プ
に

分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
構
造
“
機
能
主
義
の
準
拠
す
る
前
提
が
「
均
衡
」
の

考
え
方
で
あ
り
、
歴
史
主
義
の
準
拠
す
る
前
提
が
「
変
動
」
の
考
え
方
で
あ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
こ
の
二
つ
の
も
の
の
考
え
方
の
相
違
は
、
人
類
学
の
理
論
構
成
の
問
題
を
離

れ
て
も
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
が
多
い
．
執
筆
者

は
．
と
く
に
註
を
も
う
け
て
次
の
よ
う
に
い
つ
て
い
る
。

　
「
こ
の
基
本
的
プ
レ
ミ
ス
に
基
づ
く
政
治
上
の
考
え
方
は
、
現
在
の
国
際
情

　
勢
に
ハ
ッ
キ
リ
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
ア
メ
リ
カ
の
対
外
政
策

　
の
中
心
的
傾
向
の
一
つ
は
、
ホ
メ
オ
ス
テ
イ
テ
ィ
ッ
ク
な
状
況
あ
る
い
は
条

　
件
を
維
持
し
恢
復
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
す
べ
て

　
の
も
の
を
均
衡
状
態
に
保
と
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
共

　
産
主
義
者
の
世
界
は
、
そ
れ
と
逆
の
前
提
に
立
脚
し
て
活
動
し
て
い
る
．
つ

　
ま
り
、
社
会
と
文
化
の
諸
体
系
は
た
え
ま
な
く
変
動
し
つ
づ
け
て
い
る
と
い

　
　
　
紹
介
と
批
評

　
う
考
え
方
に
た
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
か
れ
ら
は
た
え
ず
「
変
動
」

　
そ
の
も
の
を
予
期
し
て
い
る
の
で
、
勃
発
す
る
経
済
的
社
会
的
政
治
的
大
変

　
動
を
待
ち
か
ま
え
、
そ
れ
を
巧
み
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
て
あ
る
。

　
そ
の
意
味
で
、
か
れ
ら
は
つ
ね
に
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
つ
か
ん
で
お
り
、
そ

　
れ
に
反
し
ア
メ
リ
カ
側
は
、
つ
ね
に
、
共
産
主
義
者
の
計
画
や
政
策
に
反
応

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
め
に
お
ち
い
り
、
い
つ
も
や
つ
か
い
な
立
場
に
追

　
い
や
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
三
〇
頁
）

　
イ
ギ
リ
ス
社
会
人
類
学
の
構
造
旺
機
能
主
義
が
植
民
地
支
配
の
帝
国
主
義
と

無
関
係
で
は
な
か
つ
た
、
と
い
わ
れ
る
一
部
の
学
説
史
的
解
釈
も
、
こ
の
「
均

衡
」
概
念
を
主
軸
と
す
る
プ
レ
ミ
ス
と
決
し
て
無
関
係
で
は
な
い
よ
5
に
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
変
動
」
概
念
を
主
軸
と
す
る
プ
レ
ミ
ス
に
立
脚
す
る
と
、
均

衡
概
念
に
も
と
づ
く
「
構
造
的
分
析
」
の
諸
概
念
は
、
た
え
ま
な
く
変
動
す
る

プ
ロ
セ
ス
の
な
か
の
一
つ
の
枠
組
に
お
け
る
一
つ
の
類
型
の
み
を
研
究
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
ま
た
、
そ
の
た
だ
｝
つ
の
枠
組
に
関
す
る
限

り
の
明
確
な
精
密
な
記
述
研
究
を
推
進
し
う
る
こ
と
に
も
な
る
。
し
か
も
、
プ

・
セ
ス
に
関
す
る
諸
概
念
の
貧
困
性
が
指
摘
さ
れ
る
現
在
で
は
、
構
造
的
分
析

と
過
程
的
分
析
の
統
合
の
問
題
は
、
結
局
、
進
行
し
つ
つ
あ
る
プ
ロ
セ
ス
を
記

述
し
概
念
化
し
解
明
す
る
こ
と
の
問
題
に
帰
着
す
る
．
プ
・
セ
ス
が
ど
の
よ
う

な
速
度
に
お
い
て
、
ど
の
よ
5
な
方
向
に
進
行
し
つ
つ
あ
る
か
。
さ
ら
に
プ
ロ
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セ
ス
が
ど
の
よ
う
な
技
術
に
環
境
的
、
社
会
的
、
文

化
的
、
心
理
的
諸
変
数
の
複
合
的
な
相
互
作
用
を
創

り
出
し
、
あ
る
い
は
、
そ
の
相
互
作
用
に
よ
つ
て
維

持
さ
れ
て
い
る
か
．
こ
れ
ら
の
問
題
が
把
握
さ
れ
る

と
、
構
造
的
分
析
そ
れ
自
体
も
、
さ
ら
に
い
つ
そ
う

明
確
に
展
開
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
両
者
の
分
析
の
概
要
を
、
執
筆
者
は
上
の
よ

う
な
図
表
に
し
め
し
て
い
る
（
二
〇
頁
）
。

　
五
　
プ
・
セ
ス
に
関
す
る
分
析
を
進
め
る
た
め
に

は
、
実
証
的
観
察
に
た
え
う
る
よ
う
な
、
し
か
も
検

証
さ
れ
う
る
諸
命
題
が
建
設
的
で
あ
り
う
る
よ
う

な
、
実
際
的
方
向
に
プ
ロ
セ
ス
の
概
念
化
を
試
み
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
執
筆
者
は
主
張
す
る
．
そ
の

第
一
段
階
と
し
て
、
微
視
的
時
間
ス
ケ
ー
ル
に
み
ら

れ
る
短
期
的
プ
・
セ
ス
と
．
巨
視
的
時
間
ス
ヶ
ー
ル

に
み
ら
れ
る
長
期
的
プ
ロ
セ
ス
と
の
、
両
者
の
相
違

を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
。
前
者
を

「
回
帰
的
過
程
」
（
竃
。
琴
冨
暮
胃
。
8
器
塁
）
、
後
老

を
「
指
向
的
過
程
」
（
鎌
冨
9
凶
自
毘
胃
。
。
Φ
器
霊
）
と

よ
ん
で
い
る
。



　
回
帰
的
過
程
は
、
子
供
の
社
会
化
過
程
、
ス
モ
ー
ル
・
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る

相
互
行
為
、
役
割
取
得
、
社
会
の
年
間
行
事
サ
イ
ク
ル
等
に
よ
つ
て
代
表
さ
れ
、

そ
れ
ら
諸
類
型
の
「
反
復
性
」
に
分
析
の
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
。
構
造
学
派
が

主
と
し
て
と
り
あ
げ
て
き
た
問
題
領
域
を
さ
し
て
い
る
も
の
と
解
し
て
よ
い
．

　
こ
れ
に
反
し
、
指
向
的
過
程
は
、
構
造
そ
の
も
の
の
基
本
的
変
動
に
よ
つ
て

代
表
さ
れ
、
時
間
的
流
れ
に
お
け
る
「
非
反
復
性
」
に
分
析
の
重
点
が
お
か
れ

て
い
る
。
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
、
ト
イ
ン
ビ
i
、
ソ
冒
i
キ
ン
等
に
よ
つ
て
と
り

あ
げ
ら
れ
た
、
余
り
に
も
野
心
的
な
、
そ
の
意
味
で
実
証
的
に
取
扱
い
う
る
範

域
を
超
え
た
、
諸
理
論
構
成
の
問
題
領
域
を
さ
し
て
い
る
。

　
後
者
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
人
類
学
の
領
域
に
お
い
て
も
、
文
化
進
化
（
ホ

ワ
イ
ト
、
ス
テ
ユ
ー
ワ
ー
ド
）
、
流
程
（
サ
ピ
ア
ー
、
エ
ガ
ン
）
、
合
生
（
ス
ミ
ス
）
、

世
俗
化
（
レ
ッ
ド
フ
ィ
ー
ル
ド
）
、
成
長
（
ク
・
ー
バ
ー
）
．
類
型
飽
和
（
ク
・
ー
バ

i
）
等
の
諸
概
念
に
よ
つ
て
究
明
さ
れ
て
き
た
。

　
指
向
的
過
程
の
記
述
、
分
析
は
、
歴
史
学
、
人
類
学
の
領
域
に
と
ど
ま
ら

ず
、
社
会
学
の
領
域
に
お
い
て
も
、
古
く
か
ら
中
心
課
題
の
一
つ
と
し
て
注
目

さ
れ
て
き
た
問
題
で
あ
る
。
コ
ン
ト
か
ら
最
近
の
リ
ー
ス
マ
ン
に
い
た
る
ま
で

の
「
諸
発
展
段
階
説
」
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。
さ
ら
に
、
経
済
学
そ
の
他
の
領

域
に
お
い
て
も
．
こ
の
問
題
の
発
展
段
階
説
的
解
釈
を
め
ぐ
る
多
く
の
論
議
が

な
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
．

　
と
こ
ろ
で
、
指
向
的
過
程
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
も
ろ
も
ろ
の
理
論
・
概

　
　
　
紹
介
と
批
評

念
の
一
部
の
有
用
性
を
肯
定
し
な
が
ら
も
、
執
筆
者
は
、
長
期
に
わ
た
る
フ
ィ

ー
ル
ド
研
究
の
経
験
か
ら
、
実
際
に
観
察
し
う
る
小
規
模
な
伝
統
的
社
会
で
の

指
向
的
過
程
の
問
題
を
、
さ
ら
に
詳
し
く
論
じ
よ
う
と
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と

に
よ
つ
て
、
構
造
”
機
能
主
義
が
取
扱
つ
て
き
た
回
帰
的
過
程
と
、
本
稿
の
主

題
と
な
つ
た
指
向
的
過
程
と
の
関
係
を
、
い
つ
そ
う
明
確
に
と
ら
え
よ
う
と
す

る
の
で
あ
る
。

　
結
論
的
に
の
べ
る
と
、
指
向
的
過
程
は
社
会
と
文
化
の
シ
ス
テ
ム
の
担
い
手

で
あ
る
個
人
の
日
常
行
動
の
観
察
か
ら
抽
象
化
さ
れ
、
し
か
も
同
じ
観
察
か
ら

抽
象
化
さ
れ
る
回
帰
的
過
程
と
は
全
く
異
つ
た
抽
象
水
準
で
進
行
し
て
い
る
点

に
注
目
す
る
こ
と
で
あ
る
（
壬
二
頁
）
．
つ
ま
り
、
構
造
主
義
者
が
陰
に
陽
に
仮

定
し
て
い
る
「
動
き
つ
つ
あ
る
均
衡
」
、
あ
る
い
は
、
「
均
衡
持
続
の
集
積
」
の

考
え
方
を
真
向
か
ら
否
定
し
て
い
る
．
そ
こ
で
問
題
は
、
一
体
、
何
が
そ
の
よ

う
な
指
向
的
過
程
を
ひ
き
お
こ
す
の
か
、
何
が
そ
の
よ
う
な
指
向
方
向
の
決
定

要
因
と
な
る
の
か
、
と
い
つ
た
事
柄
に
移
つ
て
い
く
。

　
指
向
的
過
程
を
ひ
き
お
こ
す
重
要
な
恒
常
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
一
つ
は
、
執
筆

者
に
よ
つ
て
．
「
も
ろ
も
ろ
の
社
会
の
《
文
化
V
と
く
社
会
V
の
二
つ
の
次
元

の
間
に
お
こ
る
テ
ン
シ
ョ
ン
」
（
二
三
頁
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
．
別
段
そ
れ
ら
の
テ
ン
シ
ョ
ン
以
外
の
．
た
と
え
ば
．
環
境
的
変
化
・

経
済
的
発
展
、
人
口
数
の
増
減
、
他
文
化
と
の
接
触
、
あ
る
種
の
心
理
的
変
数

等
の
諸
力
が
全
く
作
用
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
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紹
介
と
批
評

い
。
こ
こ
で
は
、
全
て
の
変
動
の
際
に
み
ら
れ
る
「
恒
常
的
力
」
を
、
と
く
に

中
心
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
．

　
社
会
と
文
化
の
概
念
の
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
学
説

に
よ
つ
て
論
議
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
ま
た
、
典
型
的
に

は
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
人
類
学
に
お
け
る
文
化
概
念
の
否
定
と
ア
メ
リ
カ
文
化
人

類
学
に
お
け
る
社
会
概
念
の
低
位
説
と
し
て
著
し
い
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
し
め
し

て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
執
筆
者
は
、
ギ
ー
ル
ツ
、
ク
・
ー
バ
！
、
パ
ル
ソ
ン

ス
、
シ
ル
ス
等
の
区
分
説
を
踏
襲
す
る
．
そ
し
て
、
ソ
・
ー
キ
ン
の
術
語
を
用

い
な
が
ら
、
文
化
と
社
会
の
二
つ
の
次
元
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
統
合
の
タ
イ

プ
を
、
論
理
“
意
味
的
統
合
と
、
因
果
”
機
能
的
統
合
と
に
区
分
す
る
．
こ
の

二
つ
の
タ
イ
プ
の
統
合
は
、
概
念
上
、
別
の
系
列
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い

る
の
で
、
両
者
の
間
に
は
、
程
度
の
相
違
は
あ
つ
て
も
、
つ
ね
に
不
一
致
と
テ

ン
シ
ョ
ン
が
み
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
不
一
致
と
テ
ン
シ
ョ

ン
が
、
ま
え
に
の
べ
た
指
向
的
過
程
を
ひ
き
お
こ
す
恒
常
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
決

定
的
な
要
因
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
指
向
的
過
程
の
方
向
決
定
に
影
響
す
る
主
要
な
変
数
の
解
明
と
分

析
に
つ
い
て
、
そ
の
複
雑
さ
を
充
分
に
認
め
な
が
ら
も
、
次
の
よ
う
な
仮
説
を

展
開
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
一
つ
の
社
会
の
文
化
の
次
元
に
み
い
だ
さ
れ

る
中
心
的
価
値
志
向
（
。
聲
霞
包
黄
ご
Φ
－
。
ユ
Φ
暮
暮
一
〇
冨
）
は
変
動
方
向
に
た
い

す
る
一
つ
の
決
定
的
な
道
標
（
9
琴
巨
o
q
巳
留
出
琴
）
を
構
成
す
る
」
（
二
五
頁
）
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と
考
え
ら
れ
て
い
る
．
価
値
研
究
に
多
年
従
事
し
て
き
た
執
筆
者
の
考
え
方
と

し
て
は
．
当
然
す
ぎ
る
ほ
ど
当
然
な
結
論
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
の
場
合
で
も
、
執
筆
者
は
、
決
し
て
価
値
志
向
決
定
論
の
立
場
を
と
つ

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
重
要
な
諸
変
数
の
う
ち
の
も
つ
と
も
決
定
的
な
一
っ

の
変
数
と
し
て
そ
れ
を
取
扱
つ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
．

　
し
た
が
つ
て
．
次
の
問
題
は
、
ど
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
に
、
ど
の
よ
う
な

範
囲
に
わ
た
り
、
文
化
変
動
の
ど
の
よ
う
な
ポ
イ
ン
ト
に
、
価
値
志
向
変
数
が

決
定
的
な
影
響
（
号
9
巴
話
。
験
9
）
を
お
よ
ぽ
す
か
を
、
多
く
の
文
化
変
動

の
場
合
に
つ
い
て
実
証
的
に
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
勿
論
、
そ
の

揚
合
に
お
い
て
す
ら
．
技
術
”
環
境
的
変
数
、
構
造
的
変
数
等
．
他
の
諸
変
数

を
決
し
て
無
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
変
動
方
向
決
定
の
際
に

作
用
す
る
価
値
志
向
変
数
の
重
要
度
は
そ
の
社
会
の
経
済
的
技
術
的
水
準
と
対

応
す
る
、
と
い
つ
た
一
般
命
題
（
二
六
頁
）
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
．
つ

ま
り
、
経
済
的
保
障
度
が
低
い
ほ
ど
、
価
値
体
系
的
変
数
の
重
要
度
は
低
く
、

経
済
的
保
障
度
が
高
い
ほ
ど
、
価
値
体
系
に
も
と
づ
く
選
択
行
為
が
未
来
の
変

動
方
向
に
決
定
的
影
響
を
お
よ
ぼ
す
可
能
性
が
強
く
な
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
．
も
し
、
こ
の
一
般
命
題
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
執
筆
老
も
い
う

よ
う
に
、
経
済
的
保
障
度
が
急
激
に
高
ま
り
つ
つ
あ
る
わ
れ
わ
れ
の
現
代
の
歴

史
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
の
価
値
体
系
の
変
数
の
重
要
度
が
ま
す
ま

す
増
大
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
．



　
六
　
社
会
と
文
化
の
次
元
の
間
に
み
ら
れ
る
テ
ン
シ
ョ
ン
、
お
よ
び
．
価
値

志
向
変
数
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
執
筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
長
期
に
わ
た
つ
て
研

究
し
続
け
て
き
た
ナ
バ
ホ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
例
を
ひ
き
な
が
ら
、
さ
ら
に
詳

し
い
展
開
を
試
み
て
い
る
。
社
会
と
文
化
の
体
系
を
分
析
す
る
場
合
に
、
そ
れ

ら
の
体
系
の
諸
副
次
体
系
、
た
と
え
ば
、
儀
礼
、
親
族
、
言
語
、
経
済
、
政
治

等
の
副
次
体
系
の
一
つ
に
、
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
の
過
程
的
分
析
を
適
応
す
る
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
各
副
次
体
系
に
つ
い
て
の
同
様
の
分
析
を
進

め
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
ア
ス
ペ
ク
ト
に
、
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
が
進
行
し

て
い
る
か
を
詳
細
に
み
ぎ
わ
め
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
最
終
的
に
、
そ

の
社
会
に
つ
い
て
の
全
体
的
プ
p
セ
ス
を
解
明
す
る
こ
と
が
の
ぞ
ま
し
い
と
の

べ
て
い
る
（
二
六
頁
）
．
つ
ま
り
、
社
会
と
文
化
の
体
系
を
た
だ
ち
に
全
体
と
し

て
把
握
し
よ
う
と
す
る
よ
り
も
、
こ
の
よ
う
な
諸
副
次
体
系
究
明
の
手
順
を
ふ

み
な
が
ら
研
究
を
進
め
る
こ
と
の
ほ
う
が
、
い
つ
そ
う
厳
密
な
妥
当
性
の
あ
る

分
析
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ナ
バ
ホ
・
イ
ン

デ
ィ
ア
ン
の
セ
レ
モ
ニ
ア
リ
ズ
ム
に
関
す
る
変
動
の
諸
過
程
を
三
段
階
（
結
社

～
精
緻
化
ー
類
型
飽
和
）
に
区
分
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
変
動
過
程
を
ひ
き
お
こ

し
た
決
定
的
要
因
を
ナ
バ
ホ
の
社
会
に
お
け
る
文
化
と
社
会
の
次
元
の
間
の
テ

ソ
シ
ョ
ソ
に
求
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
変
動
過
程
を
方
向
づ
け
た
決

定
的
要
因
と
し
て
．
ヵ
ハ
ホ
に
独
自
の
価
値
志
向
ー
身
体
の
健
康
に
重
要
な

価
値
を
お
く
ー
を
指
摘
し
て
い
る
．
つ
ま
り
、
ナ
バ
ホ
社
会
は
、
狩
猟
採
取
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の
段
階
か
ら
農
耕
お
よ
ぴ
牧
羊
の
方
法
を
と
り
い
れ
た
こ
と
に
よ
つ
て
、
よ
り

多
く
の
食
糧
を
手
に
入
れ
．
そ
の
結
果
、
人
口
を
急
激
に
増
大
せ
し
め
う
る
こ

と
が
で
き
た
．
人
口
の
増
加
に
と
も
な
い
、
さ
ら
に
、
母
処
婚
闘
拡
大
家
族
、

氏
族
、
連
合
氏
族
．
そ
の
他
の
社
会
構
造
の
形
態
が
豊
富
に
な
つ
た
が
、
儀
礼

的
信
仰
お
よ
び
儀
礼
的
慣
行
は
、
狩
猟
採
取
生
活
の
時
代
と
結
び
つ
い
た
ま
ま

の
も
の
で
あ
つ
た
．
そ
こ
で
、
複
合
化
し
た
母
系
的
構
造
を
も
つ
社
会
の
体
系

と
、
初
期
の
狩
猟
採
取
生
活
か
ら
続
い
て
き
た
文
化
的
信
仰
お
よ
び
慣
行
と
の

間
に
生
じ
た
テ
ン
シ
ョ
ン
が
、
セ
レ
モ
ニ
ア
リ
ズ
ム
に
お
け
る
結
社
か
ら
精
緻

化
へ
の
変
動
を
ひ
き
お
こ
し
、
そ
の
精
緻
化
の
方
向
は
、
ナ
パ
ホ
を
と
り
ま
く

近
隣
の
諸
族
と
は
異
り
．
身
体
の
健
康
に
重
点
を
お
く
基
本
的
価
値
志
向
の
影

響
に
よ
つ
て
、
個
々
の
人
間
の
病
気
の
治
療
の
方
向
に
集
中
し
た
と
い
わ
れ
て

い
る
。

　
以
上
の
ナ
バ
ホ
の
例
に
よ
つ
て
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
社
会
と
文
化
の
次

元
の
間
に
生
ず
る
テ
ン
シ
ョ
ン
、
お
よ
び
、
そ
の
社
会
の
価
値
の
価
値
志
向
の

類
型
に
注
目
す
る
こ
と
が
、
指
向
的
過
程
の
記
述
・
分
析
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な

つ
て
い
る
。
勿
論
、
こ
れ
だ
け
の
こ
と
で
、
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
理
論
・
概

念
の
全
て
が
完
了
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
執
筆
者
も
こ
と
わ
つ
て
い
る
よ
う

に
（
二
八
頁
）
、
本
論
文
に
の
べ
ら
れ
た
諸
概
念
は
、
い
ま
だ
き
わ
め
て
曖
昧
で

あ
り
不
明
確
な
も
の
で
あ
つ
て
、
過
程
的
分
析
の
た
め
の
一
つ
の
原
型
理
論

（
質
9
0
些
8
昌
）
を
提
示
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
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原
型
理
論
を
さ
ら
に
適
切
な
理
論
へ
と
発
展
さ
せ
る
た
め
に
、
執
筆
者
は
、
人

類
学
的
現
地
調
査
の
方
法
と
タ
イ
ミ
ン
グ
を
、
次
の
よ
う
に
根
本
的
に
改
革
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
の
構
造
主
義
者
が

と
つ
て
き
た
、
e
一
ヵ
年
間
、
あ
る
い
は
せ
い
ぜ
い
二
ヵ
年
間
に
わ
た
る
集
約

的
観
察
を
持
続
す
る
方
法
．
〇
一
度
調
査
し
た
部
族
あ
る
い
は
社
会
を
十
年

後
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
期
間
を
お
い
て
再
調
査
す
る
方
法
、
だ
け
で
は
観

察
期
間
が
短
か
す
ぎ
て
構
造
的
分
析
に
終
始
し
て
し
ま
う
か
、
あ
る
い
は
、
せ

い
ぜ
い
回
帰
的
過
程
の
分
析
に
止
つ
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
、
指
向
的
過
程
を
分
析
す
る
た
め
に
は
、
同
一
の
部
族
あ
る
い
は
社
会
を
、

少
く
と
も
二
〇
ヵ
年
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
期
間
に
わ
た
つ
て
観
察
し
続
け

う
る
よ
う
な
、
特
定
の
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な

る
．
そ
し
て
、
あ
る
種
の
人
類
学
的
現
地
調
査
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
す
で
に

こ
の
よ
う
な
要
請
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
い
ま
だ
充
分
に

組
織
化
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
と
く
に
、
こ
の
点
の
改
革
が
執
筆
者
に
よ
つ
て

強
く
の
ぞ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
七
　
構
造
的
分
析
と
過
程
的
分
析
の
統
合
に
関
す
る
方
法
論
的
考
察
は
、
今

後
と
も
、
人
類
学
理
論
に
お
け
る
重
要
な
課
題
の
一
つ
と
し
て
、
是
非
と
も
取

り
く
ま
ね
ぽ
な
ら
な
い
不
可
欠
の
問
題
で
あ
る
。
本
稿
に
紹
介
し
た
ボ
グ
ト
教

授
の
論
述
に
は
、
そ
の
意
味
で
、
わ
れ
わ
れ
の
関
心
を
ひ
く
点
が
多
い
こ
と
に

注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
と
く
に
、
指
向
的
過
程
の
分
析
に
関
す
る
論
述
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に
は
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
も
の
が
多
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　
社
会
と
文
化
の
次
元
の
間
に
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
テ
ン
シ
ョ
ン
を
抽
出
し
た
こ

と
は
、
こ
の
種
の
研
究
領
域
に
お
け
る
新
し
い
業
績
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
、
オ
グ
バ
ー
ン
の
「
文
化
遅
滞
説
」
に
み
ら
れ
る
よ

う
に
、
技
術
的
”
環
境
的
変
化
に
た
い
し
、
価
値
的
睡
構
造
的
変
化
が
遅
滞
す

る
と
い
う
こ
と
で
説
明
さ
れ
て
き
た
現
象
が
、
こ
こ
で
は
、
社
会
”
文
化
の
概

念
を
分
析
用
具
と
し
て
体
系
づ
け
る
こ
と
か
ら
、
い
つ
そ
う
明
確
に
体
系
的
に

分
析
さ
れ
う
る
可
能
性
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
指
向
的
過
程
の
方
向
と
価
値
志
向
の
変
数
を
関
係
づ
け
よ
う
と
し

た
意
図
も
．
明
治
以
後
の
わ
が
国
の
経
済
発
展
（
指
向
的
過
程
）
の
方
向
を
理

論
的
に
跡
づ
け
よ
う
と
す
る
わ
れ
わ
れ
に
と
つ
て
、
き
わ
め
て
示
唆
す
る
と
こ

ろ
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
わ
が
国
の
基
本
的
価
値
志
向
が
何
で
あ
る
か
は
、

勿
論
、
容
易
に
解
明
し
き
れ
な
い
問
題
で
あ
る
が
、
ベ
ラ
の
著
書
（
閃
。
冨
二

客
望
＝
”
F
弓
o
ざ
讐
≦
暫
閃
。
一
貫
帥
o
疑
円
げ
。
＜
a
ま
・
。
暁
箕
①
∴
呂
垢
鼠
巴

款
冨
b
u
一
〇
㎝
刈
）
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
団
体
主
義
11
団
結
の
価
値
、
政
治
主

義
”
忠
義
の
価
値
、
が
日
本
の
歴
史
に
一
貫
し
て
み
ら
れ
る
中
心
的
価
値
体
系

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
価
値
志
向
は
、
明
治
以
後
の
変
動
方
向
と
決
し

て
無
関
係
で
は
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
方
針
に
準
拠
す
る
分
析
方
法
は
、
さ
ら
に
、
諸
副
次
体
系
の
個

々
の
分
析
を
通
し
て
い
つ
そ
う
綿
密
に
集
約
的
に
進
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。



そ
れ
に
は
、
人
類
学
の
領
域
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
社
会
学
そ
の
他
の
隣
接

諸
科
学
の
協
力
を
求
め
な
が
ら
、
新
し
い
統
合
研
究
の
一
環
と
し
て
推
進
す
る

こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。

　
ボ
グ
ト
教
授
が
伝
統
的
小
社
会
の
現
地
調
査
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
展
開
し

た
論
述
は
．
高
度
の
産
業
社
会
の
一
つ
で
あ
る
わ
が
国
の
変
動
過
程
の
研
究
に

た
い
し
て
も
、
原
型
理
論
と
し
て
の
基
本
的
意
義
を
失
う
も
の
で
は
な
い
。
原

型
理
論
の
次
の
展
開
は
、
い
つ
に
わ
れ
わ
れ
の
今
後
の
研
究
活
動
に
か
か
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
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